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近
世
・
近
代
の
掛
軸
に
お
け
る
画
題
と
表
具
形
式
に
つ
い
て
の

考
察

丹
羽 
秋
子

一
、
は
じ
め
に

　
日
本
の
絵
画
の
展
観
方
法
に
は
表
具
・
表
装
と
い
う
手
段
が
使
わ
れ
て
お
り
、
掛
軸
を
は

じ
め
巻
子
や
屏
風
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
と
形
式
が
あ
る
。
そ
し
て
、
多
種
あ
る
表
具
の

中
で
も
、
掛
軸
は
と
り
わ
け
数
多
く
の
形
式
が
あ
り
、
他
の
表
具
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

掛
軸
は
時
代
ご
と
に
文
化
と
共
に
、
形
式
を
整
え
な
が
ら
発
展
し
て
き
た
。
そ
の
多
様
な
表

具
形
式
は
画
題
と
非
常
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
飾

る
か
と
い
う
室
礼
飾
り
と
も
関
わ
り
が
深
い
。
こ
れ
ら
は
、
掛
軸
が
長
い
歴
史
を
持
つ
だ
け

で
は
な
く
、
多
く
の
時
代
性
を
含
み
、
様
々
な
人
々
の
意
識
が
混
ざ
り
合
っ
た
文
化
の
一
つ

の
形
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
現
在
、
掛
軸
の
形
式
は
、
大
き
く
は
裱
補
形
式
、
幢
補
形
式
、
輪
補
形
式
の
３
つ
が
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
真
、行
、草
に
対
応
す
る
。
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
、文
人
表
具
と
総
称
さ
れ
る
形
も

複
数
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
模
式
図
を
【
資
料
１
】
に
示
す
。
こ
れ
ら
の
形
式
は
、
た

と
え
ば
礼
拝
さ
れ
る
対
象
と
し
て
の
神
仏
画
は
裱
補
形
式
、
花
鳥
画
な
ど
一
般
的
な
画
題
は

幢
補
形
式
、
主
に
茶
の
湯
に
使
用
さ
れ
る
禅
画
や
茶
人
の
書
画
は
輪
補
形
式
、
文
人
画
は
文

人
表
具
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
画
題
に
相
関
し
て
い
る
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
（ 1）
。
し
か
し
、
実

際
の
表
具
資
料
に
基
づ
く
調
査
は
殆
ど
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
実
態
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
こ
で
、
本
研
究
ノ
ー
ト
で
は
表
具
の
基
礎
研
究
と
し
て
、
江
戸
中
期
か
ら
後
期
ま

で
と
、
明
治
以
降
の
近
代
に
分
け
、
画
題
と
形
式
の
相
関
性
を
概
観
す
る
た
め
、
次
の
二
つ

の
実
態
調
査
を
行
っ
た
。

１
）
大
正
か
ら
昭
和
前
期
の
売
立
目
録
の
掲
載
掛
軸

２
）
近
代
画
家
の
掛
軸

　
近
代
を
中
心
と
し
た
の
は
、
画
題
と
の
相
関
性
や
、
本
紙
と
の
裂
取
り
の
調
和
な
ど
に
対

す
る
意
識
が
、
現
在
い
わ
れ
る
よ
う
な
形
へ
と
転
換
し
た
時
期
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
実
態
調
査
の
結
果
を
通
し
て
、
掛
軸
の
画
題
と
形
式
の
相
関
を
改
め
て
見
直

し
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
意
識
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
。

二
、
絵
掛
軸
の
画
題
と
形
式

（
一
）
大
正
期
か
ら
昭
和
前
期
の
売
立
目
録
の
調
査

　
調
査
は
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
か
ら
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
に
か
け
て
行
わ
れ
た
売
立
の

目
録
の
中
で
、
京
都
の
旧
家
を
中
心
に
、
目
録
冊
数
合
計
２
０
冊
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
絵
掛

軸
合
計
１
４
２
３
幅
の
画
題
と
形
式
を
抽
出
し
た
（2）
。
こ
れ
ら
売
立
目
録
に
掲
載
さ
れ
て
い

た
画
家
１
７
２
人
の
内
、
１
３
３
人
が
江
戸
時
代
（
一
六
〇
三
年
以
降
）
の
人
物
で
あ
る
。
更
に

こ
の
中
で
も
江
戸
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
人
物
が
９
９
人
含
ま
れ
て
お
り
、
全
体
の
半

数
以
上
を
占
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
絵
画
の
多
く
は
江
戸
時
代
の
中
期
以
降
に
制
作
さ
れ
、

売
立
が
行
わ
れ
た
大
正
か
ら
昭
和
前
期
ま
で
、
室
礼
調
度
具
と
し
て
代
々
受
け
継
が
れ
、
使

わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

　
は
じ
め
に
、
掛
軸
に
さ
れ
る
絵
画
の
画
題
の
傾
向
を
見
る
為
、
１
９
種
の
画
題
に
分
け
た
（3）
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
長
閑
な
田
園
風
景
や
漁
の
た
め
の
舟
が
一
つ
描
か
れ
た
浜
辺

の
様
子
な
ど
を
描
い
た
作
品
は
「
風
景
」
に
、
作
品
タ
イ
ト
ル
に
季
節
が
入
り
、
内
容
も
そ

れ
を
表
し
た
風
景
や
風
俗
で
あ
る
場
合
は
「
四
季
」
に
分
類
し
た
。
故
事
は
「
物
語
」
と
し

て
数
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
歴
史
的
故
事
は
「
故
事
」
と
し
て
、
ま
た
民
話
の
類
は
「
物

語
」
と
し
て
い
る
。
ほ
か
、「
龍
虎
」
は
三
幅
対
の
左
右
幅
や
二
幅
対
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と

が
多
く
、
陰
陽
道
で
は
東
西
を
司
る
神
獣
で
あ
り
、
室
礼
の
方
角
を
左
右
す
る
画
題
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
数
こ
そ
多
く
な
か
っ
た
も
の
の
、
独
立
し
た
画
題
と
し
た
。

　
こ
の
１
９
種
類
の
画
題
を
一
覧
す
る
と
（
図
１
）、山
水
画
が
最
も
多
く
３
４
０
幅
あ
り
、こ

れ
は
全
体
の
約
２
４
％
を
占
め
て
い
る
。
次
の
花
鳥
画
に
な
る
と
１
４
６
幅
と
約
１
０
％
程

度
に
留
ま
り
、
以
下
、
ほ
と
ん
ど
が
全
体
の
１
０
％
か
ら
そ
れ
を
下
回
っ
て
い
る
。

　
次
に
形
式
別
と
し
て
、
裱
補
、
幢
補
、
輪
補
の
三
形
式
を
そ
れ
ぞ
れ
二
段
と
三
段
に
分
け
、

ま
た
文
人
表
具
を
袋
表
具
、
丸
表
具
、
明
朝
表
具
に
分
け
、
柱
隠
や
変
わ
り
表
具
な
ど
を
そ

の
他
と
し
て
整
理
し
た
（
図
２
）。
な
お
、
文
人
表
具
で
一
文
字
・
筋
が
廻
っ
て
い
る
も
の
は

本
袋
・
本
丸
・
本
明
朝
表
具
と
し
て
数
え
た
（4）
。
こ
の
形
式
別
で
は
、
文
人
表
具
の
一
つ
で

あ
る
袋
表
具
が
５
４
２
幅
と
全
体
の
約
３
８
％
、
ま
た
次
の
幢
補
三
段
形
式
は
４
１
３
幅
と

約
２
９
％
あ
り
、
ど
ち
ら
も
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
数
で
見
ら
れ
た
。
三
番
目
以
下
は
一
気

に
数
が
減
少
し
、
文
人
表
具
で
あ
る
丸
表
具
１
４
５
幅
、
本
袋
表
具
１
０
４
幅
が
１
０
％
以
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作
品
が
多
数
あ
る
が
（8）
、
た
と
え
ば
一
見
風
景
に
見
ら
れ
る
作
品
で
も
、
そ
の
題
名
で
具
体

的
に
作
品
を
特
定
す
る
要
素
、
地
名
や
人
物
名
が
見
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
「
名
所
」
や

「
人
物
」
へ
入
れ
た
。
ま
た
、合
戦
な
ど
の
歴
史
的
一
場
面
を
描
い
た
も
の
は
典
拠
と
な
る
書

籍
が
あ
る
た
め
、「
物
語
」
と
し
、
い
わ
ゆ
る
美
人
画
と
呼
ば
れ
る
、
主
に
女
性
を
描
い
た
作

品
は
「
風
俗
」
と
し
て
数
え
た
。

　
こ
の
１
６
種
の
画
題
を
整
理
し
た
と
こ
ろ
、
風
俗
を
描
い
た
も
の
が
５
３
幅
と
多
く
見
ら

れ
た
（
図
３
）。
た
だ
、
全
体
数
で
は
２
０
％
程
度
に
留
ま
っ
て
お
り
、
続
く
風
景
、
人
物
、
神

仏
も
約
１
０
％
で
肩
を
並
べ
、
以
下
ゆ
る
や
か
に
減
少
し
て
い
く
。
調
査
総
数
に
違
い
は
あ

る
が
、
表
自
体
は
（
図
１
）
売
立
目
録
調
査
の
画
題
別
と
似
た
よ
う
な
形
を
し
て
お
り
、
近
代

以
前
・
以
降
で
好
ま
れ
る
画
題
が
変
化
し
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

　
続
い
て
、
先
程
の
売
立
目
録
と
同
様
に
近
代
画
家
の
掛
軸
を
形
式
別
に
整
理
し
た
（
図
４
）。

こ
こ
で
は
、
幢
補
３
段
形
式
が
２
７
０
幅
中
２
１
８
幅
、
８
０
％
以
上
と
な
り
、
売
立
目
録

で
多
く
見
ら
れ
た
袋
表
具
は
次
点
と
は
な
っ
て
い
る
が
１
１
幅
で
４
％
に
留
ま
っ
た
。
文
人

表
具
で
ま
と
め
て
も
３
０
幅
と
１
１
％
程
度
で
、
輪
補
形
式
に
至
っ
て
は
現
在
の
所
１
幅
だ

け
し
か
見
ら
れ
な
い
。

　
最
後
に
、
裱
補
・
幢
補
・
輪
補
の
三
形
式
と
文
人
表
具
、
そ
の
他
に
分
け
て
、
画
題
と
形

式
の
相
関
性
を
一
覧
に
し
た
と
こ
ろ
（
表
２
）、
や
は
り
全
て
の
画
題
で
幢
補
形
式
が
多
か
っ

た
。
ま
ず
風
俗
画
だ
が
、
５
３
幅
中
４
５
幅
、
８
５
％
が
幢
補
形
式
で
、
残
り
は
文
人
表
具

と
な
っ
て
い
る
。
続
く
風
景
画
３
１
幅
は
全
て
幢
補
形
式
で
、
人
物
画
も
２
９
幅
中
２
６
幅

が
幢
補
形
式
で
あ
る
。
た
だ
し
、
神
仏
画
に
は
明
確
な
特
徴
が
で
て
お
り
、
２
８
幅
あ
る
中

で
１
３
幅
が
裱
補
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
今
回
は
図
表
と
し
て
示
し
て
い
な
い
が
、

幢
補
形
式
の
内
訳
を
真
・
行
・
草
で
分
け
る
と
、
１
２
幅
あ
る
中
の
９
幅
が
最
も
格
の
高
い

行
の
真
形
式
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
一
般
画
題
と
は
違
う
特
殊
性
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
幢
補
形
式
が
８
０
％
以
下
を
切
る
の
は
こ
の
神
仏
画
と
、
１
１
幅
中
７
幅

が
幢
補
形
式
、
４
幅
が
文
人
表
具
で
あ
る
山
水
画
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
調
査
数
が
あ

ま
り
多
く
な
い
た
め
、
今
後
精
査
し
て
見
て
行
く
必
要
が
あ
る
。

三
、
掛
軸
の
画
題
と
表
具
形
式
に
込
め
ら
れ
た
意
識
に
つ
い
て
の
考
察

（
一
）
売
立
目
録
の
絵
掛
軸

　
売
立
目
録
で
は
、画
題
で
は
山
水
画
が
、形
式
で
は
文
人
表
具
が
最
も
多
く
、画
題
と
形
式

の
相
関
で
も
殆
ど
の
画
題
、
と
り
わ
け
山
水
画
に
文
人
表
具
が
多
く
見
ら
れ
た
。
ま
ず
画
題

下
、
そ
れ
以
外
の
形
式
は
全
体
の
５
％
以
下
に
留
ま
っ
た
。
こ
れ
を
裱
補
・
幢
補
・
輪
補
の

三
形
式
と
文
人
表
具
の
対
比
で
見
て
も
、
幢
補
形
式
が
４
４
５
幅
で
約
３
０
％
、
文
人
表
具

が
８
１
９
幅
で
約
５
８
％
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
文
人
表
具
か
幢
補
形
式
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。

文
人
表
具
が
多
く
な
っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
既
に
述
べ
た
画
題
別
で
の
傾
向
で
山
水
画
が
最

も
多
か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
文
人
表
具
の
数
は
山
水
画
の
数
を
越
え
て
お

り
、
文
人
画
以
外
の
画
題
で
あ
っ
て
も
、
多
く
が
文
人
表
具
で
装
丁
さ
れ
て
い
る
。

　
最
後
に
、
形
式
を
大
き
く
裱
補
・
幢
補
・
輪
補
の
三
形
式
と
文
人
表
具
、
そ
の
他
に
分
け

て
、
画
題
と
形
式
の
相
関
性
を
一
覧
に
し
た
。
グ
ラ
フ
で
は
な
く
表
に
し
た
の
は
、
総
数
の

少
な
い
画
題
に
な
る
に
従
っ
て
、
グ
ラ
フ
の
判
読
が
難
し
く
な
る
た
め
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

殆
ど
の
画
題
で
文
人
表
具
と
幢
補
形
式
が
多
く
見
ら
れ
た
（
表
１
）。
た
だ
、山
水
画
だ
け
は
そ

の
多
く
が
文
人
表
具
で
、
３
４
０
幅
中
２
６
１
幅
、
全
体
の
約
７
７
％
を
占
め
て
い
る
。
幢

補
形
式
は
５
２
幅
で
全
体
の
約
１
５
％
に
留
ま
り
、
ま
た
輪
補
形
式
も
２
５
幅
と
全
体
の
約

７
％
に
過
ぎ
な
い
。
山
水
画
に
対
し
て
「
文
人
」
と
い
う
意
識
が
強
く
表
わ
れ
た
結
果
と
な

っ
て
い
る
。
次
の
花
鳥
画
で
は
１
４
６
幅
中
、
文
人
表
具
が
７
５
幅
、
幢
補
形
式
が
６
３
幅

と
な
っ
て
お
り
、
山
水
画
で
見
ら
れ
た
ほ
ど
の
差
は
な
く
、
画
題
の
性
質
に
よ
っ
て
形
式
が

変
わ
っ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
こ
こ
で
の
輪
補
形
式
は
６
幅
と
極
め
て
少
な
い
。
し
か
し
、

次
の
風
俗
画
題
１
３
７
幅
で
は
輪
補
形
式
は
２
３
幅
含
ま
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
一
画
題
の
数

の
多
さ
と
、
輪
補
形
式
が
含
ま
れ
て
い
る
数
は
関
係
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

輪
補
形
式
の
全
体
数
は
決
し
て
多
く
な
い
が
、
そ
の
中
で
も
多
少
画
題
に
左
右
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
。
同
時
に
、
幢
補
形
式
は
文
人
画
題
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ
の
画
題
に
お
い
て
も

大
体
３
０
％
〜
４
０
％
の
割
合
で
含
ま
れ
て
お
り
、
画
題
と
の
相
関
を
あ
ま
り
感
じ
さ
せ
な

い
（5）
。
以
下
に
続
く
画
題
で
も
ほ
と
ん
ど
が
文
人
表
具
、
幢
補
形
式
、
輪
補
形
式
と
い
う
順

番
で
、
大
体
似
た
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

（
二
）
近
代
画
家
の
絵
掛
軸
の
調
査

　
調
査
は
現
在
も
続
け
て
お
り
、
横
山
大
観
を
中
心
と
し
た
明
治
、
大
正
か
ら
昭
和
期
に
活

躍
し
た
近
代
日
本
画
家
に
よ
る
絵
画
作
品
を
対
象
と
し
て
い
る
。
今
回
は
暫
定
的
に
、
画
家

２
８
名
、
２
７
０
幅
の
調
査
結
果
を
用
い
て
、
掛
軸
に
装
丁
さ
れ
た
近
代
絵
画
の
画
題
、
形

式
、
相
関
性
を
一
覧
す
る
（6）
。

　
ま
ず
、
調
査
掛
軸
の
画
題
の
傾
向
を
見
る
た
め
分
類
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
１
６
種
（7）
に
な

っ
た
。
近
代
絵
画
の
特
徴
と
し
て
、
本
紙
に
描
か
れ
て
い
る
絵
と
そ
の
題
名
が
直
結
し
な
い
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補
・
文
人
表
具
を
【
資
料
２
】
に
ま
と
め
た
。
輪
補
形
式
は
全
体
の
数
自
体
が
少
な
か
っ
た
が
、

風
俗
画
や
花
木
画
な
ど
に
多
く
、
花
鳥
画
や
吉
祥
画
な
ど
で
は
少
な
い
傾
向
に
あ
り
、
画
題

に
よ
っ
て
増
減
し
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
た
。
茶
の
湯
の
掛
物
と
し
て
は
輪
補
形
式
に
加
え

て
幢
補
形
式
も
使
わ
れ
る
が
、
輪
補
は
よ
り
茶
の
湯
と
直
結
し
た
形
式
で
あ
る
た
め
、
こ
の

よ
う
に
季
節
感
が
あ
る
、
控
え
め
な
画
題
に
寄
っ
た
結
果
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

（
二
）
近
代
画
家
の
絵
掛
軸

　
近
代
画
家
の
絵
掛
軸
調
査
で
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
画
題
で
は
風
俗
画
が
、
形
式
で
は
幢
補

形
式
が
最
も
多
く
見
ら
れ
、
ま
た
画
題
と
形
式
の
相
関
で
も
全
て
の
画
題
で
こ
の
幢
補
形
式

が
多
く
占
め
て
い
た
。
画
題
に
つ
い
て
は
、
調
査
を
始
め
る
前
は
、
売
立
目
録
で
見
ら
れ
た

山
水
画
や
花
鳥
画
、
風
俗
画
な
ど
近
代
以
前
に
多
か
っ
た
画
題
は
、
近
代
絵
画
で
は
少
な
く

な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
が
、
今
の
と
こ
ろ
は
花
鳥
画
が
少
な
い
程
度
で
あ
る
。
た

だ
、
そ
の
絵
の
内
容
に
は
変
化
が
見
ら
れ
、
た
と
え
ば
最
も
多
く
見
ら
れ
た
風
俗
画
で
あ
れ

ば
、虫
売
り
の
姿
や
朝
涼
み
に
歩
く
少
女
の
姿
な
ど
（11）
よ
り
日
常
的
な
視
線
の
絵
が
多
く
、生

活
を
す
る
人
々
や
そ
の
内
面
を
描
き
出
す
べ
く
、
新
た
な
表
現
方
法
で
描
く
取
り
組
み
が
な

さ
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
の
風
俗
画
は
他
の
画
題
と
比
べ
る
と
、
季
節
行
事
、
市
井
の
人
々
の

生
活
な
ど
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
内
容
に
広
が
り
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
各
画
家
個
人
が

得
意
と
す
る
画
題
が
あ
る
中
で
も
、
共
通
し
て
描
か
れ
易
い
画
題
と
し
て
、
様
々
な
バ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
風
俗
画
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
形
式
は
幢
補
形
式
が
殆
ど
と
な
っ
た
こ
と
に
は
、
描
か
れ
た
絵
画
に
対
し
、
画
家
の
格
意

識
に
よ
る
形
式
性
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
売
立
目
録
で
多
数
見

ら
れ
た
文
人
表
具
と
の
明
確
な
違
い
が
表
れ
て
い
る
。
文
人
画
家
の
画
家
と
し
て
の
格
意
識

は
極
め
て
低
く
（12）
、
そ
し
て
こ
れ
が
、
格
式
が
な
く
、
あ
く
ま
で
も
自
由
な
表
具
様
式
と
い

う
文
人
表
具
そ
の
も
の
の
特
徴
に
も
な
っ
て
い
る
。
近
代
画
家
は
、
自
ら
が
画
家
で
あ
る
と

い
う
確
固
と
し
た
自
我
が
あ
り
、
そ
う
し
た
自
我
で
も
っ
て
描
い
た
作
品
を
装
丁
す
る
際
に
、

自
由
な
文
人
表
具
で
は
な
く
、
格
が
あ
る
三
形
式
が
選
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、
作
品
が
礼
拝
や
茶
の
湯
を
対
象
と
し
た
画
題
で
な
い
た
め
、
三
形
式
あ
る
中
で
裱
補
形

式
や
輪
補
形
式
で
は
な
く
、
幢
補
形
式
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
、
画
家
の
自
我
の

強
さ
が
掛
軸
の
形
式
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
な
ら
、
掛
軸
の
デ
ザ
イ
ン
面
も
考
慮

さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。明
治
時
代
流
行
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
文
人
表
具
は
（13）

い
ず
れ
も
形
が
簡
略
で
あ
る
し
、
か
と
い
っ
て
裱
補
の
よ
う
に
本
紙
周
り
を
裂
が
幾
重
に
も

に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は
作
品
が
生
ま
れ
た
江
戸
中
期
か
ら
後
期
、
煎
茶
を
伴
う
文
人
趣
味

の
流
行
、
文
人
画
が
好
ま
れ
盛
ん
に
制
作
さ
れ
た
時
代
に
あ
っ
て
、
山
水
画
の
掛
軸
が
広
く

普
及
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
他
の
画
題
の
作
品
よ
り
も
入
手
が
容
易
、
か
つ
、
日

常
や
煎
茶
の
室
礼
調
度
具
と
し
て
購
入
す
べ
き
基
本
の
画
題
の
一
つ
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
売

立
が
行
わ
れ
た
大
正
期
か
ら
昭
和
前
期
ま
で
滅
失
す
る
こ
と
な
く
残
り
や
す
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
実
際
、
調
査
し
た
ど
の
売
立
目
録
で
も
山
水
画
は
必
ず
１
幅
以
上
は
見
ら
れ
、
５
０

％
以
上
を
占
め
る
売
立
も
あ
っ
た
（9）
。
こ
れ
ら
の
画
題
で
、２
番
目
に
多
く
見
ら
れ
た
花
鳥
画

か
ら
以
下
風
俗
画
、
花
木
画
、
吉
祥
画
と
続
い
た
が
、
こ
の
４
つ
の
画
題
に
数
量
的
な
大
き

な
差
は
な
く
、
ま
た
い
ず
れ
も
季
節
や
季
節
と
結
び
つ
い
た
祝
事
の
画
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

今
日
い
わ
れ
る
「
季
節
に
よ
っ
て
掛
軸
を
掛
け
換
え
る
」
と
い
う
季
節
感
を
取
り
込
ん
だ
室

礼
の
考
え
が
、
絵
画
が
制
作
さ
れ
た
江
戸
中
期
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
（10）
。
こ
う

し
た
季
節
感
は
飾
り
の
規
範
が
出
来
た
室
町
期
に
は
見
ら
れ
ず
、
管
見
の
限
り
江
戸
時
代
初

期
の
茶
の
湯
の
場
に
も
見
ら
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
文
人
表
具
が
多
く
な
っ
た
背
景
に
は
、
山
水
画
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ

け
で
は
な
く
、
こ
の
文
人
趣
味
の
流
行
に
よ
っ
て
文
人
表
具
を
日
常
の
室
礼
に
使
う
こ
と
が

定
着
し
た
こ
と
、
売
立
が
行
わ
れ
た
時
代
も
依
然
と
し
て
煎
茶
が
流
行
し
て
い
た
こ
と
が
あ

る
。
ま
た
、
文
人
表
具
は
三
形
式
の
形
式
外
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
理
由
の
一
つ

と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
表
具
が
関
わ
る
い
ず
れ
の
文
化
の
中
で
も
、
文
人
表
具
は
自
由
で
格

式
が
な
い
か
ら
こ
そ
、
旧
家
で
好
ん
で
使
わ
れ
る
書
画
の
形
式
と
し
て
広
く
普
及
し
て
い
っ

た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
山
水
画
題
以
外
で
は
幢
補
形
式
も
文
人
表
具
に
次
ぐ
数
が
見
ら
れ
、

こ
の
山
水
画
題
を
含
め
て
も
、
ほ
と
ん
ど
の
画
題
で
３
０
％
〜
４
０
％
ほ
ど
含
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
文
人
表
具
の
自
由
さ
が
好
ま
れ
た
反
面
、
や
は
り
格
式
的
な
も
の
も
厳
然

と
あ
り
、
幢
補
形
式
も
広
く
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
裱
補
形
式
は
２
幅
見
ら
れ
た

内
の
１
幅
が
神
仏
画
、
１
幅
が
道
釈
画
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
神
仏
画
の
形
式
と
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
神
仏
画
と
は
、
単
純
な
画
題
の
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
く
、
礼

拝
を
目
的
と
し
た
本
紙
を
意
味
す
る
。
４
７
幅
あ
る
神
仏
画
で
裱
補
形
式
が
１
幅
し
か
見
ら

れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
礼
拝
対
象
と
す
べ
き
画
題
の
絵
で
あ
っ
て
も
、
本
紙
の
性
質
、
画
風

や
画
家
の
格
が
形
式
選
択
の
際
に
大
事
に
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
画
題
の
表
具

形
式
が
ほ
と
ん
ど
文
人
表
具
と
幢
補
形
式
だ
っ
た
の
は
、
近
代
以
前
の
神
仏
画
は
、
礼
拝
と

日
々
の
飾
り
、
二
つ
の
性
質
が
表
裏
一
体
と
な
っ
た
、
身
近
で
親
し
み
の
あ
る
画
題
だ
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
売
立
目
録
で
見
ら
れ
た
神
仏
画
に
お
け
る
掛
軸
の
形
式
、
裱
補
・
幢
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式
の
画
題
と
の
相
関
性
や
形
式
自
体
の
デ
ザ
イ
ン
性
が
強
い
か
ら
こ
そ
、
作
品
内
容
を
更
に

強
調
す
る
た
め
に
も
表
具
形
式
が
選
択
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
幢
補
形
式

は
売
立
目
録
調
査
に
も
一
定
数
見
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
絵
画
が
制
作
さ
れ
た
前
近
代
と

は
違
う
意
識
で
形
式
の
選
択
が
さ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
し
て
、
近
代
の
新
た
な
絵
画
表

現
の
時
代
に
、
形
式
自
体
に
対
す
る
意
識
は
む
し
ろ
前
近
代
よ
り
も
強
ま
っ
た
と
い
え
、
ひ

い
て
は
そ
こ
に
近
代
画
家
の
自
我
の
強
さ
の
一
端
が
表
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

四
、
お
わ
り
に

　
江
戸
時
代
中
期
の
公
卿
、
近
衛
家
煕
の
聞
き
書
き
を
ま
と
め
た
『
槐
記
』
で
は
、
表
具
の

取
り
合
わ
せ
に
つ
い
て
「
總
シ
テ
表
具
ノ
ト
リ
合
ト
云
コ
ト
ハ
、
第
一
ニ
一
軸
ノ
筆
者
ヲ
吟

味
シ
テ
、
此
人
ハ
ド
レ
ホ
ド
ノ
服
ヲ
キ
ル
ベ
キ
人
ゾ
ト
工
夫
シ
テ
、
其
人
ニ
相
應
ノ
切
ヲ
ツ

カ
フ
コ
ト
、
是
第
一
ノ
コ
ト
也
、
今
ノ
人
澤
庵
、
江
月
、
利
休
、
宗
旦
ニ
、
古
金
襴
ヲ
ツ
カ

フ
ト
ハ
何
ゴ
ト
ゾ
ヤ
、
不
相
應
ハ
勿
論
、
イ
ト
文
盲
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
、
古
キ
表
具
ニ
、
左
ヤ

ウ
ナ
ル
ハ
一
軸
モ
ナ
シ〈
後
略
〉」（17）
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
本
紙
の
内
容
で
は
な
く
、そ

れ
を
描
い
た
人
間
の
格
や
立
場
を
意
識
し
た
裂
の
取
り
合
わ
せ
が
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。
形
式
に
つ
い
て
は
、「
狩
野
家
と
か
或
は
土
佐
、
四
條
、
丸
山
、
南
画
と
云
ふ
や
う
な
表

装
と
云
ふ
も
の
は
其
式
が
古
来
か
ら
決
ま
つ
て
あ
る
や
う
で
〈
中
略
〉
其
決
ま
つ
た
通
り
す
れ

ば
別
段
異
論
の
な
い
や
う
な
こ
と
に
な
つ
て
居
り
ま
す（
原
文
マ
マ
）」（18）
と
明
治
期
に
は
い
わ
れ

て
お
り
、
近
代
以
前
の
形
式
は
画
題
よ
り
も
画
派
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
、
と
い
っ
た
見
方

も
あ
っ
た
。
各
画
派
に
得
意
と
す
る
画
題
が
あ
り
、
そ
れ
が
形
式
と
直
接
繋
が
っ
て
い
た
も

の
が
、
明
治
以
降
、
画
派
が
徐
々
に
解
体
し
て
い
く
中
で
、
残
っ
た
画
題
が
形
式
と
結
び
つ

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
勿
論
、「
裱
褙
ハ
真
、
幢
褙
ハ
行
、
輪
褙
ハ
草
也
、
佛
像
、
祖

師
ノ
像
ノ
外
ハ
、
裱
褙
ニ
ス
ル
事
ナ
シ
、
幢
褙
ヨ
シ
、
サ
レ
共
表
具
ノ
取
合
ニ
ヨ
リ
輪
褙
モ

ヨ
シ
、」（19）
な
ど
、
各
形
式
が
ど
の
よ
う
な
画
題
に
用
い
ら
れ
る
か
は
、
江
戸
時
代
に
も
数
多

く
の
茶
書
や
表
具
の
技
法
書
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
形
式
と
画
派
を
結
び
付

け
て
言
及
し
た
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
売
立
目
録
の
調
査
に
お
い
て
、
画
題
に
関
わ
ら
ず

文
人
表
具
が
多
く
見
ら
れ
た
こ
と
は
、
画
題
で
は
な
く
描
き
手
が
文
人
画
家
で
あ
る
こ
と
が

考
慮
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
文
化
の
流
行
に
合
わ
せ
て
求
め
ら
れ
る
本
紙
・

掛
軸
が
あ
っ
た
時
代
、
そ
の
本
紙
の
裂
の
取
り
合
わ
せ
に
作
者
の
立
場
や
格
が
重
要
視
さ
れ

た
よ
う
に
、
形
式
に
は
作
者
の
所
属
画
派
と
そ
の
格
が
重
ん
じ
ら
れ
、
そ
れ
を
「
本
紙
と
の

調
和
」
と
し
て
い
た
。
そ
れ
が
近
代
へ
移
り
、
表
現
方
法
か
ら
画
家
の
意
識
ま
で
変
わ
る
中

取
り
囲
む
と
重
厚
に
な
り
す
ぎ
る
が
、
輪
補
形
式
の
よ
う
に
柱
が
細
い
と
今
度
は
軽
く
な
り

す
ぎ
る
。
重
す
ぎ
ず
軽
す
ぎ
な
い
、
程
よ
い
表
具
形
式
が
、
幢
補
形
式
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
。

　
こ
う
し
た
近
代
絵
画
に
対
し
て
、
当
時
の
表
具
師
は
「
近
来
は
、
御
客
様
が
新
意
匠
の
御

注
文
が
多
く
な
り
ま
し
て
、〈
中
略
〉
殊
に
美
術
家
の
方
々
に
は
古
来
の
狩
野
四
條
土
佐
家
の

や
う
な
御
流
派
の
外
に
、
新
式
の
画
風
を
出
さ
れ
ま
す
の
で
、
其
意
匠
を
扶
け
ま
す
表
装
の

側
は
、
ま
だ
一
向
に
進
歩
し
ま
せ
ん
の
で
、
切
地
の
形
な
ど
も
従
来
の
儘
で
ご
ざ
い
升
か
ら
、

我
々
の
苦
心
一
通
り
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。」（14）
と
従
来
の
表
具
に
対
す
る
限
界
を
感
じ
て
い

た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
裱
補
を
始
め
と
す
る
三
形
式
や
文
人
表
具
と
は
違
う
、

新
た
な
形
を
作
り
だ
す
こ
と
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
、「
そ
の
他
」
に
分
類
さ
れ
る
「
変
わ
り

表
具
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
掛
軸
は
、
今
の
と
こ
ろ
あ
ま
り
見
ら
れ
て
い
な
い
。
形
自
体
は

既
存
の
形
式
を
使
い
な
が
ら
、
本
紙
内
容
や
色
合
い
に
合
わ
せ
た
裂
・
軸
首
の
取
り
合
わ
せ

に
し
た
り
、
日
本
の
絵
画
に
合
う
よ
う
な
「
額
装
」
を
生
み
出
し
た
り
す
る
方
向
に
向
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
が
幢
補
形
式
で
占
め
ら
れ
て
い
る
様
子
か
ら
は
画
題
と
形
式
の

結
び
つ
き
が
薄
く
な
っ
た
よ
う
に
一
見
思
わ
れ
る
が
、
神
仏
画
に
は
明
ら
か
な
特
徴
が
あ
る
。

先
述
し
た
売
立
目
録
調
査
で
は
、
４
７
幅
あ
っ
た
神
仏
画
の
う
ち
、
裱
補
形
式
で
装
丁
さ
れ

て
い
た
の
は
１
幅
の
み
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
神
仏
画
と
い
う
特
別
な
画
題
の
表
装
に

対
す
る
意
識
は
近
代
絵
画
の
方
が
強
く
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
神
仏
画
以
外
で

も
、例
え
ば
人
物
画
に
１
幅
見
ら
れ
た
裱
補
形
式
は
安
田
靫
彦
の
「
聖
徳
太
子
像
」
で
、そ
の

表
具
形
式
に
よ
っ
て
信
仰
の
対
象
と
し
て
の
聖
徳
太
子
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
こ
の
絵
は
実
際
に
法
隆
寺
が
収
蔵
し
て
お
り
、
聖
徳
太
子
一
三
〇
〇
年
御
遠
忌
の
年
（
大

正
十
一
年
／
一
九
二
二
年
）
に
奉
納
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
（15）
。
物
語
で
２
幅
見
ら
れ
る
裱
補
形

式
も
同
じ
く
安
田
靫
彦
の
「
夢
殿
」
と
「
西
廂
待
月
」
で
あ
る
（16）
。
前
者
は
夢
殿
で
瞑
想
す

る
聖
徳
太
子
を
描
い
た
も
の
で
、
掛
軸
に
は
珍
し
い
ほ
ど
の
横
長
の
画
面
に
座
す
太
子
の
周

り
に
僧
侶
と
女
官
が
立
つ
と
い
う
、
伝
記
絵
巻
物
の
一
場
面
の
よ
う
な
構
図
に
な
っ
て
い
る
。

後
者
は
中
国
現
代
の
戯
曲
を
題
材
に
し
て
お
り
、
宗
教
儀
礼
と
は
関
係
が
な
い
。
暗
闇
の
中
、

明
か
り
一
つ
を
頼
り
に
進
む
二
人
の
人
物
を
描
い
た
画
面
内
を
よ
り
引
き
立
て
る
た
め
、
本

紙
を
総
縁
で
取
り
囲
む
裱
補
形
式
の
視
覚
的
効
果
を
狙
っ
て
選
ば
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
人
物
画
に
１
幅
含
ま
れ
て
い
る
輪
補
形
式
は
菊
池
契
月
の
「
古
田
織
部
像
」
で
あ
り
、

茶
の
湯
と
縁
の
深
い
人
物
が
本
紙
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
少
数
例
で
は
あ
る
が
、
各
形
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し
上
げ
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

で
、
掛
軸
に
求
め
ら
れ
る
調
和
も
転
換
し
て
い
く
。

　
近
代
の
表
具
師
の
資
質
に
つ
い
て
「
表
装
す
る
前
に
先
づ
其
絵
画
の
内
容
を
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
少
な
く
と
も
絵
画
を
味
ふ
力
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
絵
画
の
感
じ
や
気
分
を

知
ら
な
く
て
は
こ
れ
か
ら
の
表
装
は
出
来
や
し
な
い
」（20）
と
い
わ
れ
て
お
り
、
画
家
の
格
や
立

場
で
は
な
く
、
描
か
れ
た
作
品
の
色
調
や
内
容
を
読
み
解
い
た
表
装
が
求
め
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
表
具
師
た
ち
も
こ
の
新
た
な
表
現
方
法
の
絵
画
に
添
う
新
た
な
表
具
を
模
索
し
、

明
治
期
以
降
は
競
技
会
も
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（21）
。
し
か
し
、近
代
画
家
の
調
査
結
果
で

示
し
た
通
り
、
既
存
の
表
具
形
式
を
越
え
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
、
近
代
絵
画
の
表

具
に
対
す
る
課
題
と
し
て
、
色
の
調
和
だ
け
で
は
な
く
形
式
を
破
っ
た
、
新
し
い
形
を
作
っ

て
は
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
、
す
で
に
当
時
か
ら
今
村
紫
紅
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る

（22）
。
た
だ
、
こ
れ
に
は
様
々
な
画
家
の
個
性
、
表
現
方
法
、
作
品
に
適
し
た
表
具
の
形
を
そ

の
都
度
考
案
し
て
い
く
こ
と
は
極
め
て
難
し
く
、
対
応
し
き
れ
な
い
と
い
う
現
実
も
あ
っ
た

と
考
え
る
。
こ
う
し
た
難
し
さ
が
あ
り
な
が
ら
も
、
掛
軸
で
装
丁
さ
れ
て
い
た
所
に
は
、
近

代
の
日
本
絵
画
に
生
ま
れ
た
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
西
洋
絵
画
に
い
う
作
家
意
識
が

入
り
込
ん
だ
こ
と
か
ら
芽
生
え
た
自
我
の
強
さ
が
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
こ
こ
ま
で
、
掛
軸
の
形
式
と
そ
の
意
識
の
変
遷
に
つ
い
て
実
態
調
査
を
元
に
考
察
を
行
っ

た
。近
代
絵
画
に
つ
い
て
は
未
だ
調
査
途
中
で
、特
に
調
査
数
が
少
な
い
こ
と
か
ら
文
人
画
家

に
つ
い
て
は
論
じ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
売
立
目
録
調
査
も
京
都
の
旧
家
を
中
心
に
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
全
体
の
傾
向
と
ま
で
は
い
え
な
い
。
し
か
し
形
式
選
択
が
今
の
よ
う
な
相
関
に

転
換
す
る
、
そ
の
前
段
階
の
様
子
の
一
部
を
見
る
こ
と
は
出
来
た
よ
う
に
思
う
。
掛
軸
の
形

式
に
は
時
代
性
が
あ
り
、
そ
の
当
時
の
文
化
的
状
況
か
ら
、
制
作
す
る
側
で
あ
る
画
家
、
享

受
す
る
側
の
鑑
賞
者
、
仕
立
て
る
側
で
あ
る
表
具
師
な
ど
、
様
々
な
人
々
の
意
識
を
反
映
し

て
い
る
重
要
な
歴
史
史
料
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
掛
軸
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く

こ
と
は
、
現
在
「
装
潢
文
化
財
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
る
掛
軸
の
形
態
を
し
た
作
品
の
新
た

な
価
値
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
だ
と
考
え
る
。
今
後
と
も
表
具
の
基
礎
研
究
と
し
て
掛
軸

調
査
を
続
け
、
日
本
の
飾
り
の
文
化
に
必
需
の
調
度
具
と
し
て
受
容
さ
れ
て
き
た
掛
軸
の
実

態
を
整
理
し
、
そ
の
位
置
づ
け
を
改
め
て
確
認
し
て
い
き
た
い
。

謝
辞

　
本
研
究
ノ
ー
ト
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
、
貴
重
な
横
山
大
観
作
品
の
調
査
を
快
諾
し
て
下

さ
っ
た
横
山
大
観
記
念
館
、
同
記
念
館
学
芸
員
佐
藤
志
乃
様
、
池
田
博
子
様
に
厚
く
御
礼
申
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図1: 売立目録調査 画題別
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図4: 近代画家調査 形式別

裱補形式 幢補形式 輪補形式 文人表具 その他

山水（340） 0 52 25 261 2

花鳥（146） 0 63 6 75 2

風俗（137） 0 43 23 70 1

花木（116） 0 34 15 64 3

吉祥（112） 0 45 7 60 0

道釈（98） 1 35 13 49 0

鳥獣（89） 0 30 11 47 1

名所（85） 0 36 4 45 0

人物（55） 0 25 3 27 0

神仏（47） 1 15 1 30 0

四季（44） 0 9 5 17 13

風景（33） 0 16 4 12 1

物語（31） 0 12 3 16 0

瀧（30） 0 5 3 22 0

故事（18） 0 7 3 8 0

月（15） 0 6 4 4 1

水魚（11） 0 7 1 3 0

龍虎（8） 0 2 2 4 0

その他（8） 0 2 1 5 0

表1: 売立目録 画題別形式内訳

裱補形式 幢補形式 輪補形式 文人表具 その他

風俗（53） 0 45 0 8 0

風景（31） 0 31 0 0 0

人物（29） 1 26 1 1 0

神仏（28） 13 12 0 1 2

名所（26） 0 21 0 5 0

物語（20） 2 17 0 1 0

花木（16） 0 14 0 2 0

道釈（13） 0 11 0 2 0

吉祥（13） 0 12 0 1 0

鳥獣（12） 0 10 0 2 0

山水（11） 0 7 0 4 0

花鳥（5） 0 4 0 1 0

四季（5） 0 5 0 0 0

龍虎（4） 0 4 0 0 0

水魚（3） 0 3 0 0 0

静物（1） 0 1 0 0 0

表2： 近代画家 画題別形式内訳
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【
図
表
】

【
資
料
１
】
表
具
の
形
式
図

　
今
回
の
図
表
で
は
、
三
形
式
の
裱
補
・
幢
補
・
輪
補
形
式
と
文
人
表
具
、
も
し
く
は
文
人

表
具
の
袋
表
具
・
丸
表
具
・
明
朝
表
具
と
し
て
分
け
て
い
る
。

　
ま
た
、
三
形
式
は
分
け
方
が
二
種
類
あ
り
、
各
裂
を
段
と
し
て
二
段
・
三
段
と
す
る
方
法
と
、

裂
が
本
紙
周
り
を
多
く
廻
っ
て
い
る
も
の
か
ら
真
・
行
・
草
と
す
る
方
法
が
あ
る
が
、
今
回

は
二
段
・
三
段
と
段
で
分
け
て
い
る
。

裱
補
形
式

幢
補
形
式

輪
補
形
式

文
人
表
具

三段表具 二段表具

袋表具 丸表具 明朝表具
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○
袋
表
具
（
文
人
表
具
）

高
橋
草
坪
「
白
衣
観
音
」『
當
市
山
内
家
所
蔵
品
入
札
』
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
一
月
二
十
一

日
入
札
、
京
都
美
術
倶
楽
部

【
資
料
2
】
売
立
目
録
に
見
ら
れ
た
神
仏
画
の
形
式

○
裱
補
三
段
形
式

宅
磨
為
成
「
愛
染
明
王
」『
男
爵
久
我
家
並
島
田
家
所
蔵
品
入
札
』
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
九

月
二
十
三
日
入
札
、
東
京
美
術
倶
楽
部

○
幢
補
三
段
形
式

狩
野
探
幽
「
釈
迦
横
物
」『
當
市
綾
小
路
小
谷
佐
兵
衛
氏
所
蔵
品
其
他
及
府
下
八
幡
井
上
氏
旧

蔵
品
』
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
七
月
十
二
日
入
札
、
京
都
美
術
倶
楽
部
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『
當
市
下
京
中
村
氏
所
蔵
品
伏
見
朝
西
頻
居
所
蔵
品
入
札
』
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
六

月
四
日
入
札
、
京
都
美
術
倶
楽
部

『
當
市
上
京
某
旧
御
典
薬
及
其
他
書
画
屏
風
茶
器
道
具
類
』
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）

十
一
月
十
九
日
入
札
、
京
都
美
術
倶
楽
部

『
當
市
山
伏
山
町
井
上
氏
所
蔵
品
入
札
』
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
五
月
二
十
一
日
入
札
、

京
都
美
術
倶
楽
部

『
當
市
中
京
某
大
家
岡
山
縣
某
旧
家
所
蔵
品
入
札
』
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
十
一
月
四

日
入
札
、
京
都
美
術
倶
楽
部

『
當
市
上
京
粟
辻
氏
所
蔵
品
入
札
』
大
正
七
年
（
一
九
一
八
）
十
一
月
二
十
八
日
入
札
、

京
都
美
術
倶
楽
部

『
洛
北
神
光
院
智
満
和
上
遺
愛
品
入
札
』
大
正
九
年
（
一
九
二
〇
）
四
月
五
日
入
札
、京

都
美
術
倶
楽
部

『
當
市
上
野
旭
松
庵
所
蔵
品
入
札
目
録
』
大
正
十
四
年
（
一
九
二
五
）
十
一
月
十
六
日
入

札
、
京
都
美
術
倶
楽
部

『
當
市
（
千
治
）
西
村
治
兵
衛
氏
及
某
家
所
蔵
品
入
札
』
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
四

月
二
十
六
日
入
札
、
京
都
美
術
倶
楽
部

『
當
市
山
田
稲
庵
氏
所
蔵
品
入
札
品
目
』
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
十
二
月
二
十
五
日
入

札
、
京
都
美
術
倶
楽
部

『
當
市
七
葉
軒
不
老
庵
両
家
所
蔵
品
入
札
目
録
』
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
四
月
十
五
日

入
札
、
京
都
美
術
倶
楽
部

『
男
爵
久
我
家
並
島
田
家
所
蔵
品
入
札
』
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
九
月
二
十
三
日
入
札
、

東
京
美
術
倶
楽
部

『
當
市
伊
藤
茂
七
所
蔵
品
入
札
』
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
十
一
月
二
十
七
日
入
札
、大

阪
美
術
倶
楽
部

『
當
市
山
内
家
所
蔵
品
入
札
』
昭
和
十
年
（
一
九
三
五
）
一
月
二
十
一
日
入
札
、京
都
美

術
倶
楽
部

『
京
都
遠
藤
家
所
蔵
品
入
札
』
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
十
二
月
九
日
入
札
、大
阪
美

術
倶
楽
部

『
當
市
藤
澤
松
庵
所
蔵
品
入
札
』
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
十
月
十
六
日
入
札
、 

京
都

美
術
倶
楽
部

（3）
　
画
題
分
類
は
次
の
１
９
種

註（1）
　
こ
う
し
た
掛
軸
の
形
式
に
つ
い
て
は
、室
町
中
期
に
編
纂
・
成
立
し
た
『
壒
囊
抄
』
巻
二

の
十
五
に
「
本
尊
懸
繪
等
ノ
メ
グ
リ
ノ
装
束
ヲ
或
ハ
ヘ
ウ
ホ
ウ
ヱ
ト
云
、
或
ハ
表
紙
ト

云
、何
レ
カ
正
ソ
ヤ
〈
中
略
〉
表

ヘ
ウ
ハ
イ
ト背

書
テ
ヘ
ウ
ホ
イ
ト
讀
也
、〈
中
略
〉
是
ニ
輪リ

ン
ホ
イ
タ
ウ
ホ
イ

背
道
背

ト
云
事
有
、〈
中
略
〉
幢タ

ウ
ホ
イ
リ
ン
ホ
イ

表
背
輪
表
背
ト
三
字
ニ
書
ク
（
幢
は
旧
字
体
。
偏
が
宀
登
）」
と

あ
り
、
三
形
式
の
名
称
が
同
時
代
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
ま

た
、唐
表
具
と
い
う
名
称
が
江
戸
時
代
後
期
の
喜
多
村
筠
庭
に
よ
る
随
筆
『
嬉
遊
笑
覧
』

な
ど
に
見
ら
れ
、『
和
漢
装
潢
志
』
で
は
明
朝
表
具
、
袋
表
具
の
名
称
も
見
ら
れ
る
。
画

題
と
の
相
関
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
「
裱
褙
は
真
、
幢
褙
は
行
、
輪
褙
は
草
也
、
仏
祖
、

祖
師
の
外
は
裱
褙
に
す
る
事
な
し
、
幢
褙
よ
し
、
さ
れ
ど
も
表
具
の
取
合
に
よ
り
輪
褙

も
よ
し
」
と
述
べ
る
『
喫
茶
南
方
録
』
巻
三
や
、
輪
補
表
具
に
つ
い
て
「
茶
の
湯
の
掛

物
は
是
に
は
じ
ま
る
、
立
物
も
横
物
も
輪
補
表
具
第
一
と
用
い
る
、
墨
跡
猶
以
也
」
と

あ
る
『
和
漢
装
潢
志
』
な
ど
が
見
ら
れ
る
。

（2）
　
売
立
目
録
に
示
さ
れ
て
い
る
書
画
類
は
玉
石
混
合
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ

る
。今
回
は
京
都
の
旧
家
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
が
、寺
院
や
公
家
層
の
売
立
も
わ
ず
か

な
が
ら
に
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
旧
家
は
決
し
て
コ
レ
ク
タ
ー
と
呼
ば
れ

る
人
々
で
は
な
く
、
数
寄
者
や
美
術
館
の
類
で
も
な
い
と
こ
ろ
に
一
つ
の
特
色
が
あ
り
、

改
装
の
可
能
性
も
薄
く
、
生
表
具
の
状
態
が
保
た
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
売
立

目
録
の
そ
う
し
た
性
格
か
ら
、
前
近
代
か
ら
近
代
に
お
け
る
定
量
的
な
掛
軸
の
画
題
と

形
式
の
相
関
の
分
析
資
料
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
判
断
し
た
。

な
お
、
調
査
し
た
入
札
目
録
は
次
の
通
り

『
當
市
新
町
藤
木
萬
助
所
贓
品
』
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
七
月
三
日
入
札
、京
都
美
術

倶
楽
部

『
當
市
綾
小
路
小
谷
佐
兵
衛
氏
所
蔵
品
其
他
及
府
下
八
幡
井
上
氏
旧
蔵
品
』
大
正
四
年

（
一
九
一
五
）
七
月
十
二
日
入
札
、
京
都
美
術
倶
楽
部 

『
當
市
岩
本
氏
所
藏
品
入
札
』
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
三
月
六
日
入
札
、大
阪
美
術
倶

楽
部

『
山
城
木
幡
旧
家
當
市
天
満
某
家
所
贓
品
入
札
』
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
五
月
三
日
入

札
、
大
阪
美
術
倶
楽
部

『
河
内
某
旧
家
當
市
某
旧
家
所
藏
品
入
札
』
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
六
月
三
日
入
札
、

大
阪
美
術
倶
楽
部
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流
行
を
一
因
と
し
て
挙
げ
、
そ
れ
が
茶
の
湯
へ
も
影
響
を
与
え
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

（11）
　
伊
藤
小
坡
「
虫
売
」
昭
和
期
、
鏑
木
清
方
「
朝
涼
」
大
正
十
四
年
、
な
ど

（12）
　
江
戸
時
代
の
文
人
画
家
、
浦
上
玉
堂
は
自
身
の
著
書
『
名
公
妙
評
玉
堂
集
』
に
て
「
画

ヲ
写
ス
モ
六
法
ヲ
識
ラ
ズ
、
筆
ヲ
漫
ル
ノ
ミ
而
シ
テ
画
人
タ
ル
ヲ
耻
ズ
（
久
保
三
千
雄

『
浦
上
玉
堂
伝
』
新
潮
社
、
一
九
九
八
）」
と
、
絵
は
描
く
が
画
論
の
六
法
を
知
ら
な
い
、

そ
の
た
め
画
人
と
い
う
は
恥
ず
か
し
い
と
述
べ
て
お
り
、
自
ら
を
職
業
画
家
と
は
一
線

を
画
し
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
ま
た
、
建
部
綾
足
の
『
漢
画
指
南
』
上
巻
「
画
意
之

論
」
の
項
目
で
は
、「
凡
書
画
共
ニ
市
俗
ノ
氣
ヲ
嫌
フ
ヿ
ハ
同
意
也
」
と
述
べ
、
そ
れ

を
「
又
、
市
氣
ト
云
モ
、
サ
ノ
如
ク
高
位
、
俾
賤
ノ
品
ヲ
以
、
其
市
氣
ヲ
論
ス
ル
ニ
モ

非
ス
」
と
し
、
書
画
を
描
く
の
に
厭
う
べ
き
市
俗
の
気
は
、
人
の
身
分
に
よ
る
も
の
で

は
な
い
と
し
て
い
る
。

（13）
　
明
治
期
に
文
人
表
具
、
と
り
わ
け
明
朝
表
具
が
多
か
っ
た
と
い
う
意
見
が
、
大
正
期
か

ら
昭
和
前
期
に
か
け
て
表
具
店
を
営
ん
で
い
た
岡
村
辰
雄
に
よ
っ
て
い
わ
れ
て
い
る
。

「
降
つ
て
元
治
、
慶
應
か
ら
明
治
初
年
は
實
に
藝
苑
屏
息
の
時
代
で
、
繪
畫
も
諸
流
と
ひ

と
し
く
衰
退
を
餘
儀
な
く
さ
れ
た
が
、
中
で
南
畫
、
文
人
畫
等
は
僅
か
に
前
代
の
盛
運

を
持
續
し
明
治
新
興
畫
の
先
驅
を
な
し
た
。〈
中
略
〉従
つ
て
是
等
諸
家
の
畫
幅
は
多
く

文
人
畫
で
あ
っ
た
。〈
中
略
〉
在
来
の
大
和
表
具
の
如
き
、
一
文
字
風
帯
、
中
、
上
下
等

の
複
雑
な
表
装
は
極
め
て
稀
と
な
っ
た
。
中
西
耕
石
、
帆
石
杏
雨
、〈
中
略
〉
伊
藤
博
文

等
の
書
画
表
装
に
明
朝
表
具
の
図
式
最
も
多
く
、
裂
地
は
色
目
の
濃
き
珠
珍
表
具
の
最

盛
期
を
来
し
た
の
で
あ
る
。」

岡
村
辰
雄
『
表
装
備
考
』（
和
風
堂
、
一
九
三
六
年
）
三
十
四
頁

（14）
　
根
岸 

鐵
太
郎「
室
内
装
飾
法
」『
美
術
之
日
本
』第
2
号
11
巻（
雄
松
堂
書
店
、一
九
一
〇

年
）

（15）
　「
聖
徳
太
子
像
」
一
九
二
〇
年
頃
、
法
隆
寺
蔵

た
だ
し
、『
安
田
靫
彦
展
』
図
録
（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
、
二
〇
一
六
年
三
月
二
十
三

日
‐
五
月
十
五
日
）
作
風
や
落
款
の
書
体
か
ら
一
九
四
〇
年
頃
の
作
品
と
す
る
指
摘
も

あ
る
。

（16）
　「
夢
殿
」
一
九
一
二
年
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵

「
西
廂
待
月
」
一
九
二
六
年
、
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
蔵

（17）
　『
槐
記
』
享
保
十
四
年
（
一
七
二
九
）
正
月
十
六
日

（18）
　
南 

米
岳
「
表
装
研
究
会
発
会
の
趣
意
」『
多
都
美
』
第
4
号
9
巻
、　
明
治
四
十
三
年

山
水
、
花
鳥
、
花
木
、
水
魚
、
鳥
獣
、
神
仏
、
吉
祥
、
龍
虎
、
道
釈
、
故
事
、
物
語
、
人

物
、
名
所
、
風
景
、
風
俗
、
瀧
、
四
季
、
月
、
そ
の
他

（4）
　
本
来
、
一
文
字
で
は
な
く
筋
が
廻
っ
て
い
る
も
の
は
「
筋
廻
袋
表
具
」
な
ど
と
呼
ば
れ

る
が
、
煩
雑
に
な
る
た
め
こ
こ
で
は
全
て
「
本
」
と
し
て
い
る
。

（5）
　「
四
季
」
と
「
瀧
」
だ
け
こ
れ
を
下
回
り
、
前
者
の
幢
補
形
式
は
約
２
０
％
、
後
者
は
約

１
７
％
に
な
っ
て
い
る
。

（6）
　
調
査
し
た
作
品
に
つ
い
て
は
、そ
れ
ら
が
生
表
具
の
ま
ま
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、画
題

と
表
具
形
式
と
の
相
関
性
を
考
え
る
以
上
に
、
画
家
そ
れ
ぞ
れ
の
好
み
が
表
れ
て
く
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
今
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
数
量
を
整
え
た
上
で
、
そ

う
し
た
分
析
も
行
い
た
い
。
ま
た
、
調
査
画
家
と
絵
掛
軸
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

横
山
大
観
（
８
２
幅
）
安
田
靫
彦
（
４
９
幅
）
上
村
松
園
（
２
０
幅
）
木
村
武
山
（
１
８

幅
）
竹
内
栖
鳳
（
１
８
幅
）
菱
田
春
草
（
１
６
幅
）
鏑
木
清
方
（
１
１
幅
）
橋
本
雅
邦

（
９
幅
）
今
村
紫
紅
（
７
幅
）
下
村
観
山
（
６
幅
）
寺
崎
広
業
（
４
幅
）
野
口
小
蘋
（
４

幅
）
狩
野
芳
崖
（
３
幅
）
棟
方
志
功
（
３
幅
）
伊
藤
小
坡
（
３
幅
）
速
水
御
舟
（
２
幅
）

前
田
青
邨
（
２
幅
）
菊
池
契
月
（
２
幅
）
川
合
玉
堂
（
２
幅
）
川
端
龍
子
（
１
幅
）
小

林
古
径
（
１
幅
）
荒
木
寛
畝
（
１
幅
）
吉
川
霊
華
（
１
幅
）
小
川
栄
達
（
１
幅
）
太
田

聴
雨
（
１
幅
）
幸
野
楳
嶺
（
１
幅
）
島
成
園
（
１
幅
）
九
條
武
子
（
１
幅
）

（7）
　
画
題
分
類
は
次
の
１
６
種

山
水
、
花
鳥
、
花
木
、
水
魚
、
鳥
獣
、
神
仏
、
吉
祥
、
龍
虎
、
道
釈
、
物
語
、
人
物
、
名

所
、
風
景
、
風
俗
、
四
季
、
静
物

（8）
　
例
え
ば
横
山
大
観
の
「
日
本
心
神
」
は
富
士
山
を
、「
午
下
が
り
」
は
収
穫
前
の
茄
子
が

実
っ
て
い
る
様
子
を
描
い
た
も
の
で
、
作
品
内
の
絵
を
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の

イ
メ
ー
ジ
を
タ
イ
ト
ル
と
し
て
つ
け
て
い
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
菱
田
春
草
の
「
林
和

靖
」
は
、
淡
彩
で
描
か
れ
た
水
辺
に
一
艘
の
小
舟
が
浮
か
ん
で
い
る
と
い
う
、
一
見
風

景
画
の
よ
う
に
見
え
る
作
品
と
な
っ
て
お
り
、
タ
イ
ト
ル
で
作
品
内
容
を
説
明
し
て
い

る
場
合
も
あ
る
。

（9）
　
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
十
一
月
二
十
七
日
入
札
『
當
市
伊
藤
茂
七
所
蔵
品
入
札
』
で

は
、
出
品
さ
れ
た
絵
掛
軸
１
５
０
幅
中
７
９
幅
、
全
体
の
約
５
２
％
を
山
水
画
が
占
め

て
い
た
。

（10）
　
こ
う
し
た
日
本
人
の
生
活
の
中
に
あ
る
季
節
感
の
始
ま
り
に
つ
い
て
、
熊
倉
功
夫
『
わ

び
茶
の
心
と
か
た
ち
』
教
育
社
、
一
九
八
三
年
で
は
、
江
戸
時
代
か
ら
始
ま
る
俳
諧
の
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（
一
九
一
〇
）
八
月

（19）
　
再
照
菴
自
楽
斎
『
表
具
割
傳
書
』
文
久
三
年
（
一
八
二
〇
）

（20）
　
南 

米
岳
「
表
装
研
究
会
紀
要
」『
多
都
美
』
第
8
号
6
巻
、（
巽
画
会
本
部
、
一
九
一
四

年
三
月
）

（21）
　
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）、
京
表
具
業
組
合
（
現
・
協
同
組
合
京
都
表
装
協
会
）
設

立
、
同
年 
京
表
具
業
組
合
主
催
で
表
具
師
を
審
査
員
に
し
た
京
都
表
具
業
組
合
員
製
作

品
競
技
会
（
現
・
表
展
）
が
開
催
さ
れ
る
。
翌
四
十
三
年
に
は
美
術
団
体
で
あ
る
巽
画

会
主
催
で
表
具
師
・
巽
画
会
所
属
の
画
家
を
審
査
員
に
し
た
表
装
競
技
会
が
東
京
で
開

催
さ
れ
た
。

こ
の
巽
画
会
主
催
の
表
装
競
技
会
に
つ
い
て
は
、

池
田 

博
子
「
巽
画
会
主
催
表
装
競
技
会
と
表
装
研
究
会
に
つ
い
て
」『
２
０
１
１
年
館

報
』vol.

27
（
横
山
大
観
記
念
館
　
二
〇
一
一
年
）

に
詳
し
い
。

（22）
　「
今
年
に
於
け
る
表
装
者
の
進
歩
は
明
な
も
の
で
あ
る
が
色
の
調
和
と
云
ふ
こ
と
に
の

み
苦
心
せ
ず
形
の
上
の
工
夫
を
し
た
ら
如
何
と
思
ふ
、
素
人
の
中
に
却
つ
て
此
の
如
き

人
が
あ
る
、
在
来
の
形
式
を
破
つ
て
新
し
き
形
を
作
っ
た
ら
と
思
ふ
」

今
村 

紫
紅
「
形
の
上
の
工
夫
せ
よ
」『
表
装
競
技
会
に
対
す
る
感
想
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多
都
美
』
第
5

号
15
巻
（
巽
画
会
本
部
、
一
九
一
一
年
七
月
）
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